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La Rochefoucauld における遊びの精神

一一「遊戯の相の下に」見たその作品と人一一

村越晶

Rるsumる

“ L’ESPRIT LUDIQUE CHEZ LA ROCHEFOUCAULD ” 

On a tenu generalement les “ Maxim es ” de La Rochefoucauld pour 
negatives, et accuse 1’auteur de reduire indifferemment tous les actes 

de l’homme a l’amour-propre. Certer, on peut trouver, dans cette 偲uvre,

des elements negatifs qui “ pourraient servir dモpitaphe a la feodalite 
mourante ”, et, a premiらre vue, ce sont ces elements qui nous frapｭ

pent le plus. 

La locution I・eductrice “ n'est que ”, qui analyse et devoile d’une 

fa~on impitoyable la psychologie humaine, represente le mieux ce 

αractere negatif des “ Maxim es ”:“ Nos vertus ne sont le plus souｭ
vent que des vices deguises.”“ L’amitie la plus desinteressee n’est qu'un 
trafic OU notre amour-propre se propose quelque chose a gagner.” 
(epitaphe de la V0 edition, maxime XCIV de la Jre ed.) 

Mais, cette locution se trouve moins frequente dans la V0 edition 
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que dans la Jre : elle constitue a peu pres 8 % des maximes dans celleｭ

ci et 5 % dans celle-fa. Ces chiffres nous revらlent que I’auteur des 

“ Maxim es ” avait une tend加ce a supprimer, en corrigeant ses textes, 

cette locution le plus souvent negative et amらre, et qu'il se dirigeait 

vers quelque chose de moins negatif, c’est-a-dire de plus positif. 

Qu'est-ce que c’est c~ “ ~uelqu~ chose de plus positif ”? 

L’histoire de France nous apprend qu'a la fin du XVIIe siらde sous 

le rらgne personnel de Louis XIV, I’aristocratie a perdu son role pro・

ductif dans la societe. Elle etait “ d色白uvree par la monarchie enｭ

vahissante ” et rongee d’un ennui profond. 

On peut dire que cet ennui est une caract合istique importante mais 

negative de la bonne compagnie a qui La Rochefoucauld appartenait. 

Et, l'aristocratie des~uvree recourt au jeu, qui est la conversation 

des honnetes gens dans les salons ; d’ou vient la mode des portraits 
et des maximes, fruits heureux de cette conversation. II me semble 

done que l’esprit ludique constitue une autre caracteristique, si vous 

voulez, positif, de ce “ petit troupeau d’elites ” a l'epoque. En e百et, 
dans “ Home ludens ”, Huizinga parle de “ la culture de la cour qui 

est particuliらrement susceptible de forme ludique " 

Cet esprit ludique dans la societe correspond a ce “ quelque chose 

de plus positif ” dans l’偲uvre de La Rochefoucauld, que presentent pluｭ

sieurs maximes, et quelques lignes des “ Reflexions diverses ”, en
seignant, pour ainsi dire, un savoir-vivre a la Philinte du “ Misanth

rope ”. Elles se reconcilient di伍cilement avec !es maximes negatives, 

qui accusent, a la maniらre d’Alceste, les actes h umains. En meme 

temps, on peut y trouver un La Rochefoucauld courtisan, qui, de son 

cote, ne va pas tres bien avec le La Rochefoucauld, grand seigneur 

f eodal. 

Or, dans la comedie de Moliere, Alceste dit qu'il faut que “ nos 

sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments ”. Pourｭ
tant Philinte replique que “ parfois ... i1 est hon de cacher ce qu’on 
a dans le Cぽur ぺ（Acte Jer, Scene Jr0) Et, notre moraliste, que certains 

nous ont parfois represente comme un Alceste, nous conseille, dans 

ses “ Reflexions diverses ”, de “ cacher ” nos sentiments et i1 nous dit 
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meme que “ la complaisance est necessaire dans la societe ”. (cf. De 
la societe) 

A la fin de la piece de Moliらre, Alceste, desesper・e du spectacle de 

la vie de societe, pretend aller tout seul au desert, tandis que Philinte 

essaie de le retenir dans la societe. 

Desabuse comme Alceste, honnete homme comme Philinte, oil l’au・

teur des “ Maxim es ” va-t-il donc? 

On pourrait dire qu'il va a l'univers du jeu, clans lequel, selon 

Huizinga, la civilisation est nee. II nous y conseille de rendre les 

masques aux autres, ceux qu’i1 a enleves par des maximes analytiques 

et negatives, et de les porter nous-memes aussi. Car au bal masque 

qu'est, en un sens, la societe, ceux qui enlらvent les masques des 

autres, ou qui ne les portent pas eux-memes passent pour “ briseurs 

de jeu ”. 
Quand on met un masque d’une fac;on si habile que personne ne 

s’en aperc;oive, comment prouver que ce n'est pas le vi回ge, mais un 

masque ? Si on atteint, dans le deguisement, a ce degre de perfection, 

on passe pour un joueur parfait, c’est-a-dire un honnete homme, le 
type ideal de cette epoque. Et, c’est a ce moment heureux que l’on 
peut entrer entierement dans le monde du jeu, oil “ jouer un autre 
personnage ” pourrait etre equivalent h “ etre un autre personnage ” 
et le masque, au visage : si, dans la realite,“ l’interet ... joue toutes 
sortes de personnages, meme celui de dゐinteresse ”（max. 39),“ l'in
teret ... peut etre personnage de dおinteresse ” dans le domaine du jeu, 

et il ne s'agit plus du poids terrible et reel que traine le mot “ in
teret ” dans le monde courant. 

Ainsi s’accomplit, pour ainsi dire, la sublimation de la realite au 

“ jeu ” chez La Rochefoucauld. Nee dans le jeu de societe, son ぼuvre,

que Starobinski appelle tres judicieusement m “ la byrin the de miroirs ” 
re自らte encore de nos jours, trois siらdes apres la mort de l’auteur, le 
Cぼur eternel de l'homme. 
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序文

文学作品を歴史の流れの中に位置づけてみること，それはとりもなおさ

ず作品を，その時代におけるその国の文化についてのひとつの証言とみな

すことになるであろう。 20 世紀の一万キロのかなたに位置する日本から

眺めると，約 300 年の昔， フラ γスの一貴族によって書かれたこの作品

ｫReflexions ou Sentences et Maximes morales» は， 17 世紀フラ γスの

一見華かなルイ王朝文化についての，苦々しい証言でしかないかもしれな

い。さらに， 17 世紀のフラ γスをヨーロッパを舞台とするひとつの大き

な伝統の流れの中においてみるならば，「ヨ｛ロッパ文化」を構成してい

る三大要素，すなわち，ギリシャ・ロ｛マの古典文化の伝統，キリスト

教，ゲルマン民族の精神の具現とし、う見方はもちろん可能であるし，多く

の批評，註釈の述べられているところでもある。

この場合，フランスの作品であるから，特に最初の二つの要素に注目し

てみると，まず， d臼ほions ou Sentences et Maximes morale~＞の中
に見られるギリシャ・ロ戸マの古典文化の伝統に着眼してその解説を試み

るものには， La Rochefoucauld を 1660 年代における組問 autre crise 

de conscienc~；＞の証人としてとらえ，彼の生涯を凶0・stoicien から epi・
curien への転身とみなすものをあげることができ2。事実， Chevalier de 
Mere の書簡によれば， La Rochefoucauld 自身次のように云ったと書か

れており，このような見方にも一面の妥当性はあるように思われる。

<... je crois que, dans la morale, Seneque etait un hypocrite et 

qu’Epicure etait un Sain~：» 
しかし，死に対する態度に関するかぎり，エピクロスと La Rochefouｭ

cauld との聞には大きな相違が見出される。

次に，キリスト教的観点からこの作品を説明しようとするものには，

ｫMaxim es》の根底にジャンセニスムを見るもの，あるいは， Lettre d’un 

inconnu : «C’est une satire tres forte et ingenieuse de la corruption 

de la nature par le peche originel ... C’est un parfaitement beau 
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commentaire du texte de saint Augustin qui dit que toutes les vertus 
(9) 

des infideles sont vices.》のようにアウグスティニスムを見るもの，ある

いは， Sainte-Beuve のように，《Les Maximes de La Rochefoucauld ne 
(10) 

contredisent en rien le christianisme, bien qu'elles s'en passent.》とす

るもの，あるいはまた， Jugement d’un inconnu des ｫMaximesｻ : ｫ ... 

par ces Maximes il n’y a aucune vertu chretienne, si solide qu'elle 

soit, qui ne puisse etre censuree, ...》のように反キリスト教的モラルを

見つけて非難するものもあげることができるであろう。

また，これら古典的要素とキリスト教的要素の混合の上に «Maximes»

が成り立っているとする見方も，作品以前の伝統という「過去」の中にこ

の作品の鍵を求めようとするかぎり遅かれ早かれ到達する妥当な説明にち

がし、なL 、。

では，この作品を「未来」つまり，作品の後に続く伝統をさかのぼって

位置づけようとする試みはあるだろうか。

La Rochefoucauld が Freud にさきがけて無意識の世界を描写したとし、

うこと，われわれの事物に対する知識が常に限られているということに着

眼した点で，《pr・e-Enlightenment》であること，あるいは， Nietzsche にさ

きがけて力の美学を説いたこと， «Maximes» 中には，いわばロマ γ主義

的な情念の名誉回復のきざしが見られること，等，この作品を，ヨーロッ

パとし、う大きな伝統の流れの中の作品から見て未来の要素，つまり，その

後世への影響によって意味づけようとする試みは数多くある。

私はここで， La Rochefoucauld の作品を，「過去」によってでもなく，

「未来」によってでもなく，「現在」によって，すなわち，この作品が形を

整えられながら経てきた変遷を，作者自身のうちに見られる変遷と共に、

「遊戯（遊び，またはゲ戸ム）の精神」（1’esprit de jeu）の視点から考察し

てゆきたし、と思う。なぜなら， 「遊戯の精神」とは，すぐれて「現在」の

ために「現在」を生きる精神であり，芸術作品の本質とも云える「美」に

「幾本もの堅いきずなで結びつけられている」からである。

さらに J. Huizinga によれば，ふつう対立概念と考えられている「遊
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戯」と「真面白」とは決して等価の概念ではなく，「真面目」とは単に遊戯

でないもの，あるいは，遊戯の欠如態を示す負（ネガティヴ）の概念にす

ぎない。 ζれに対して「遊戯」はあくまでも，正（ポジティヴ）の概念で

あって，真面白でないものとは定義できないし，それにつきるものでもな

い。つまり，「遊戯」は，「真面白」よりも上の序列に位置している。「真

面白」は「遊戯」をしめ出そうとするのに，「遊戯」は「真面白」を内包

したところで差支えないからである：
そして，このような意味での遊戯こそ，人々がより多くの否定を見出し

てきたこの作品の中で，半生を真面目の領域，「負」の領域で生きてきた

La Rochefoucauld のすることのできたせし、いっぱいの「肯定」だったの

ではないだろうか。

以下，作者の属している階級の社会的役割の変遷，そしてくKMaximes»

及び «R組exions diverses» 中に見出される相反する二つの傾向をたどり

つつ， La Rochefoucauld における，いわば「遊戯の精神」について考察

してゆきたいと思う。

註

( 1) cf. 増田四郎：「ヨーロッパとは何か」 p. 9. 岩波新書 636.

{2) «R組exions ou Sentences et Maximes morales》を《Maximes》と省略

することは必ずしも妥当でないとする意見もあるが，便宜上，以下一般の呼

び方にならって «Maximes》とする。

cf. Edith Mora :<Frarn;ois de La Rochefoucauldｻ p 36. (Pierre Seghers, 

1965) 

ｫOn ne le (La Rochefoucauld) designe pas autrement que comme 

d ’auteur des Maximes>; or, le seul titre que, dans toutes ses editions, 

ait jamais porte son principal ouvrage est: Reflexions ou Sentences 

et Maximes morales ...>

( 3 ) Louis Hippeau ;<Essai sur la Morale de La Rochefoucauldｻ p 7. A.ｭ

G. Nizet, 1967. 

< La fin du XVII0 et le commencement du XVIII0 siecle ont connu une 

crise de la conscience europeenne, magistralement etudiee par Paul 

Hazard ... 

Mais il y avait eu chez nous auparavant, vers 1660, une crise de 

conscience qui merite peut-etre autant d’attention: c’est celle qui 
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conduisit les Frarn;ais a renier la psychologie morale de Corneille 

pour adopter celle de Racine. Ce passage de la premiむe generation 

classique a la seconde fut une revolution philosophique qui marqua 
un profond desarroi : ...>

( 4) cf. Claude Dulong: «L’amour au XVIIe siecleｻ p. 69. (Hachette, 1969) 

< Parmi les doctrines de l’Antiquite paienne que la Renaissance avait 

decouvertes pour les opposer au christianisme, ou parfois tenter de 

les concilier avec celui-ci, deux avaient connu un succ色s particulier : 

le stoicisme et lモpicurisme.»

この引用にみられるように，ストア哲学とェピキュリスムは，ヨーロッパ

がギリシャ・ローマから受けついだ 2 つの大きな思想の流れであった。

( 5) Louis Hippeau :<La vertu epicurienne selon les Maximes de La Roｭ

chefoucauld>(La Table ronde, juillet-aout 1956) 

ｫLa Rochefoucauld part de ce melange cornelien d’heroisme et de 

sto'icisme qui fut la morale de sa jeunesse, pour parvenir en:fin a un 
匂icurisme parfait.>

( 6) Lettres du Chevalier de Mere 込 la duchesse de***ｷ （仁Euvres comｭ

plらtes de La Rochefoucauld, Biblioth句ue de la Pleiade p 782. 以下

Pleiade とのみしるす）

( 7 ) cf. maxime 504 （以下特記しない場合， 1678 年版の番号）

cf. 「エピクロス一一教説と手紙一一」出隆，岩崎允胤訳 p 67 メノイケウ

ス宛の手紙，岩波文庫 296

( 8 ) Paul Benichou : «乱forales du Grand Siecleｻ (Gallimard, 1948) p 97. La 

demolition du hむOS.

ｫLe heros, tel que Corneille l'avait corn;u, ... qui fut le mode!e ideal 

de l’aristocratie tant qu'elle demeura :fide!e a sa tradition, n ’a pas de 

pire ennemi que le pessimisme moral ... Ce pessimisme agressif plus 

OU moins explicitement fonde sur la theologie janseniste, est fort reｭ

pandu au XVII0 siecle. ・・・ A ce courant (de pensees morales) peuvent 

se rapporter avec celles de Pensees de Pascal ... , les Maximes de La 

Rochefoucauld et les ouvrages contemporains du meme genre.>

( 9) Lettre d’un inconnu, adressee a Madame la Duchesse de Schomberg 

sur les < Maximes> de La Rochefoucauld. (Pleiade p 717). 

(59) 

上記の書簡のような同時代人の見方から， Philippe Sellier :<La Rocheｭ

foucauld, Pascal, Saint-Augustinｻ (Revue d’Histoire litteraire de la 

France, mai・aout 1969）に至るまで， «Maximes》中に，《Pらres de l’Egli

se》の伝統を見ょうとするものは数多い。これは， 1665 年の第一版の冒頭
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につけられた， La Chapelle-Besse 著と云われる Discours sur les Re・

fiexions ou Sentences et les Maximes de Morale が，この作品に対す

る非難に対して〈〈民res de l’Eglisのを盾に使い，（Pleiade p 391）さらに

第一版の Avis au Lecteur においては， La Rochefoucauld 自身次のよう

に書いていることに由来するにちがいない。

<... ce qu'elles (Reflexions) contiennent n’est autre chose que l'abrege 

d ’une morale conforme aux pensees de plusieurs Peres de l’Eglise ...>

(Pleiade) 

ただしここで注目すべきことは， Providence, Dieu という言葉と共に，（例．

max. 第一版 CCXXV=maxime supprime 613）この《... P紅白 de l’Eglise» 

も，第二版以後の Avis au Lecteur の中で，意識的に削除されるというこ

とである。

(10) Sainte-Beuve, Revue des Deux Mondes, 15 janvier, 1840 (=Portraits de 

Femmes p 304) 

(11) Pleiade p 716 

(12) J. Bourdeau :<La Rochefoucauldｻ p.p. 103-104 (Hachette 1895) 

ｫLa doctrine d’Epicure, la morale de l’interet jointe a la doctrine janｭ
seniste sur la corruption de l’homme, forment l'arri訂e-fond des Maxi-

ロies.》

(13) Paul Benichou: ｫL'Ecrivain et ses travaux, L’intention des Maximes>

p 6. (Jose Corti, 1967) 

ｫCette mise en accusation de la bonne conscience suppose naturelleｭ

ment une psychologie de l'inconscient, que La Rochefoucauld a pratiｭ

queen e百et, en mettant en jeu les procedes et soulevant les proble・

mes qu’on devait voir en honneur deux siらdes et demi plus tard.>

W.-G. Moore: ｫLa Rochefoucauld, his Mind and his artｻ p 101. (Oxｭ

ford 1969) 

くくPrevost・Paradol suggests that La Rochefoucauld discovered the dyｭ

namic principle of existence in all men, a iうrincipe de vie, de l' etre et 

de la tendance 占 preserver dans l' etre, something in fact preethical, 

almost animal, biological, something that a Freud might have written 

had he lived in an age that was without the tools or the language 

of a science of the unconscious.>

cf. 乱fax. 295, 297. 

(14) ibid. p.p. 126-127. 

(15) Jean Starobinski :<La Rochefoucauld et les morales substitutivesｻ 

(N. R. F. juillet-aout 1966) p 28. 
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<... ils (les interpretes) peuvent aussi bien y apercevoir une version 

anticipee de la rehabilitation des passions qu’entreprendront un Vauｭ

venargues, un Diderot, un Stendhal ...>

(16) J. Huizinga :<Homo ludens>(1938)

「ホモ・ルーデンス」高橋英夫訳，（中央公論社， 1963) p 21. 

「遊戯は賢愚という対立の外にあるものだが，同様に真偽善悪の対立から

みてもその外にあるものと考えられるのである。遊戯することは確かに精神

活動の一つではあるが，それ自体の中にはまだ道徳的機能はなく，美徳とか

罪悪とかの評価は含まれてはいない。

こうして，遊戯は簡単に真にも普にも関連させることができないとすれ

ば，それはあるいは，美の分野にでも包含されることになるのだろうか。こ

こでわれわれの判断は動揺する。確かに美しいという属性が遊戯そのものに

具っているわけではないが，遊戯には，とかく美のあらゆる種類の要素と結

合しようとする傾きはある。例えば，比較的素朴な形式の遊戯には，初めか

ら歓楽の気分の快適さが結びついている。運動する人体の美は，遊戯の中に

その最高の表現を見出しているo 一方比較的複雑な形式の遊戯には．およそ

人間に与えられた美的認識能力のうち，最も高貴な天性であるリズムとハー

モニーが織り込まれている。このように遊戯は，幾本もの堅いきずなによっ

て美に結ぼれているのである。」

さらに， Huizinga による「遊戯概念」の定義を次にあげておく。 ibid.

pp. 57-58. 

「遊戯とは，はっきり定められた時間，空間の範囲内で行われる自発的な

行為，もしくは活動である。それは自発的に受け入れられた以上は絶対的拘

束力を持っているo 遊戯の目的は行為そのものの中にあるo それは緊張と歓

びの感情を伴い，またこれはく日常生活＞とはく別のものだ＞という意識

に裏づけられている。」

(17) ibid. pp. 85-86. 

章第

L. Goldmann は， «Sciences humaines et philosophiりの中で，「或る

文学や芸術の流派の下部構造を見出そうとする場合．．．我々は必ず或る

社会階級と，それの社会に対する関係とに到達する。」と述べている。そ

して，ルイ十四世治下のフラ γスには，五つの階級，すなわち，大諸侯，

宮廷貴族，法服貴族，富裕な第三身分，職人や農民という下層民がそれぞ
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れ哲学及び文学の面で自己を表現しており， La Rochefoucauld の «Maxi

mesｻ, Saint-Simon の《Memoires» の社会的背景は，大諸侯としての彼

らにとって，「あまりにも不満足な，そしてあまりにも強力なものである

現実」が概念や想像の世界の創造によって自己を表現することを妨げ，事

件とか心理とかし、う直接的所与を越えたところで現実をとらえることがで

きなかったところにあ2，としている。
Goldmann は以上のように， La Rochefoucauld を「大諸侯」とし、う枠

組みの中でスタティックなとらえ方をしているが，他方， La Rochefouｭ

cauld の生涯の中に《une periode d’action furieuse» と《une periode 

de m“itation amere» との二つの時期を見る G. Lanso~ をはじめ，
«d'A巾gnan» から《Alcest~~；ヘ， «ethique» から «esthetiqu~~；ヘ， «pre
cieux» から «classique» への，それぞれそこに見出す意味は違っている

が，いずれも変身とも云える大きな変化を見ょうとする解釈は数多くあ

る。

事実， «Apologie de M. le Prince de Marcillac》（1649）を書いた

La Rochefoucauld と， «Maximes posthumes» あるし、は， «Reflexions

di verses» の一部分を書いた 1680 年頃の彼とに，同じ「大諸侯」のレッテ

ルを貼ることには非常なむりがあるように思われる。そして，今， «Maxi

mes》の幾人かの註釈者の言葉を思いうかべてみると，そこには奇妙な類

似点が見出されるのである。
(8) 

<... the Maximes may be read as the autospy of a dying class.ｻ 

ｫLe livre des Laximes pourrait servir d’φitゆhe a la feodalite mouｭ
rante.>

<... les Maximes sont comme le testαment moral de la societe preｭ

c1euse.>

いずれも，何かが「死につつある。」それは社会階級であり，封建制で

あり，プレシゥーな社交界である。確かにそれらは，太陽王の陽ざしの下

に溶け去る運命にあった。が， La Rochefoucauld は faubourg Saintｭ

Ar削n~の戦いを辛くも生きのび，彼の名を人々の記憶に留めることにな
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る作品を書くのは，この戦いの約 10 年の後である。「瀕死の何か」はフロ

ンドの乱の終結と共にまさに死に絶えたと云うことができるであろう。だ

からこそそのための「墓碑銘」が必要なのかもしれなし、。しかし人は生き

のび，社会は変化してゆく。果して， La Rochefoucauld は «Maximes>

を書くことによって，ほんとうに「墓碑銘」を刻むことしかしなかったの

だろうか。そこには，生に背を向けてかたくなに言語の墓石を刻む老貴族

しか見出せないだろうか。いや，そこには「過去の墓石」の外にもっと肯

定的な何かがあるにちがし、なし、。

ところで， Goldmann は，同じくくくSciences humaines et philosophie>

の中で，武家貴族の宮廷貴族への転おこふれている。フロンドの乱の後，
貴族はもっぱら「宮廷貴族」（courtisan）となり，太陽王のまわりを飛びま

わる衛星のような存在になることは歴史の教えるところでもある。

武家貴族，つまり大諸侯が，時代の要求によって宮廷貴族への転身を余

儀なくされつつあったのであれば，「墓碑銘」を刻む大諸侯としての La

Rochefoucauld の後に，「その道徳生活が享楽との関係、において組み立て

られている」宮廷貴族としての彼を見出すことができてもよいはずであ

る。

この点に関して， Cardinal de Retz の «Portrait du Due de La Rocheｭ

foucauld» は暗示的である。

<... il n’a jamais ete par lui-meme bon courtisan, quoi qu'il ait eu 

toujours bonne intention de l’etre; il n’a jamais ete bon homme de 

parti, quoi que toute 回 vie i1 y ait ete engage ..・・ i1 eut beaucoup 

mieux fait de se connaitre, et de se reduire a passer, comme i1 l'eut 

pu, pour le courtisan le plus poli qui eut paru dans son siらde, et 
(15) 

pour le plus honnete homme a lモgard de la vie commune.>

ここで Retz は，接続法大過去を使うことによって，《La Rochefouｭ

cauld-courtisan》あるいは， «La Rochefoucauld-honnete-hommりとし、

う存在を非現実の推測として述べているが，否定形の非常に多いこの

Portrait の中で，《bien que》の後とはいえ， La Rochefoucauld が
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ｫbonne intention d’etre (hon courtisan）»を持っていたとしづ記述は注
(16) 

自に値する。 Retz は，国王から 8000 リーヴルの年金を手に入れ，《con-

versa ti om＞に興じる «courtisan》 «honnete-homme» の蔚芽を La Rocheｭ

foucauld の中に認めていたにちがし、なし、。

それでは， «Maximes» の作者がなりたし、と欲した «courtisan» とは，
(1わ

そして，その理想的典型であるところの «honnete-homme» とは何によっ

て特徴づけられていたのであろうか。

その否定的な面に注目すれば，それは彼らの「無為」「退屈」によってで

ある。

<Que ne puis-je vous faire voir l’ennui qui devore les grands et la 

peine qu'ils ant a remplir leurs journees ？》と Madame de Maintenon 
(18) 

は書いている。確かに， 17 世紀末の貴族階級は「侵入してくる王権」に
(19) 

よって手持無沙汰になっていた。ちなみにここで， «ennui» が主題となっ

ている Pascal の pens白と， La Rochefoucauld の簸言を比べてみるの

も興味深い。

< Rien n'est si insupportable a l’homme que d’etre dans un plein 

repos, sans passions, sans affaires, sans divertissement, sans appliα－ 

tion ... .Incontinent i1 sortira du fond de son ame r ennui, la noirceur, 
ーー（20)

la tristesse, le chagrin, le depit, le desespoirコ〉

ｫNous pardonnons souvent a ceux qui nous ennuient, mais nous 
(21) 

ne pouvons pardonner a ceux que nous ennuyons.>

Pascal が «ennui》を «la noirceur, la tristesse, le chagrin ．．．》と同

格に置いて， «divertissemenb＞への人々の出発点を示しているのに対し

て， La Rochefoucauld は，いわば «ennui 厳禁》の社交界における社交

的ゲームの実態をくくjoueur» の立場から述べているo ｫla bonne compag-
〈辺）

nie» において「人を退屈させる」ということはすなわち負けを意味する。

そして負けた人は勝った人をそう簡単に許すことはできなし、。そこに見出

せるのは，社交という一種のゲ｛ムであり， La Rochefoucauld は，しかも，

あまり理想的でない，それだけに現実に近い «joneur» である《nous》を
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指さしてみせるのである。

絶対王制下，貴族階級は「退屈」し「遊び」を求めていた。 1669 年に

La Rochefoucauld が Chambord からある伯爵夫人宛てに出した手紙は

それを如実に物語っている。

ｫOn y joue, on y chasse, et l’on s'y ennuie, au mains moi, indigne, 

pauvre gentilhomme limousin. Maliらrejoua hier soir l'Ecole des maris, 
（お〉

que Je ne vis pomt ..・・》

そして， Perrault は彼の《Le Chat botte» を次のように結んでいる。

ｫLe chat devint grand seigneur, et ne courut plus apres les souris 
(24) 

que pour se divertir.ｻ 

事実上武器を取り上げられて退屈している «grand seigneur» と，

ｫgrand seigneur» となって，夕食のためにねずみを追し、かけなくてすむ

ようになった「長靴をはいた猫」とは同じところに行きつくのである。

«ennui» とし、う深淵にふたをするための《divertissement» に，そして

《JeU》 Iこ。

しかし， «Maximes》の著者の場合，これは宗教的非難のこめられてい

る Pascal の «divertissement» ではない。同じく「賭けJ という限定的

意味を持つ《jeu» でもない。そこには，もっと積極的，肯定的なもの，
(25) 

Huizinga がその中から人間文化が生れるとしている «jeu» の原型を見出

すことができるのではないだろうか。

もし，《se divertir» とし、う動詞が《S’ennuyer>＞とし、う消極的な情報し
(26) 

か伝えない欠如動詞と， «jouer» というその穴をうめることのできる積極

的意味を伝える動詞との中間に位置するなら， «divertissement» の《jew>

への推移にはもう半分の道のりしか残されていなし、。そしてその道のり

は，次の La Bruyらre の「宮廷」描写によって走破されるのである。

ｫLa vie de la cour est un jeu s白色ux, melancolique, qui applique ; 
（幻〉

事実， Huizinga は次のように書いている。「実際，官廷文化には特に遊

戯形式を受け容れやすいところがあるものだ。宮廷の範囲はおのずと小さ
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な閉ざされた社会だし，すでに皇帝に対する畏懐の思いがあらゆる種類の

規則とか擬制とかの維持を強制するものとなっていと」
また G. Simmel は，彼の «Grundfragen der Soziologf~~；の中で，「社

交性」を「社会化のゲーム形諮，「その美的魅力のうちに社会的存在一般
およびその富の，もっとも洗練されたもっとも精細な，いっさいの活気が

集められている一つの象徴的ゲー ~1~ と呼ぴ，「王権がフランス貴族から
吸収してしまった具体的な種々の生活議）がなくなってしまったために，
自由に浮動する諸形式が生まれ．．．このような宮廷社会のエチケットは自

己目的となり，それは内容とはもはやなんの関係もなく，芸術上の法則と

比肩できる内在的法則を展開させたのである。」と述べているo
(33) 

確かに， D. Mamet の指摘の如く，このようなゲームに勝つというこ

と，つまり，《se divertir» と «divertir un certain nombre d’honnetes 

gens》とを同時に実現しうるような， «art de plaire» を身につけるという

ことが，宮廷社会においては，ある意味で現実における力関係を決定するも

のであったということは否めないにしても，ルイ十四世治下，フロ γ ドの

乱後の貴族たちを，その否定的側面をくくennui》によって，肯定的側面を

《jeu》によって特徴づけることは可能であると思われる。そして，彼らの

到達した《jeu》はまさしく「社交」という「社会的ゲーム」なのであり，

そしてこのゲームは，外面上の担い手としての「官廷」としづ閉ざされた
(34) 

社会の中で，そのような社会そのものが演じられるというこ重構造を持っ

ている。銭言を創り出すことは社交界の遊びであった。そして，それらの
(36]

銭言の中では社交界そのものが演じられているのである0

«L’interet parle toutes sortes de langage et joue toutes sortes de 
(8'わ

personnages, meme celui de desinteresse.>

今，この緩言を，「変装した人や仮面をつけた人は他人の役を，別の存

在を「演じる一一つまり遊戯する」のであるo いや，そうではなし、。彼は
(38) 

別の存在そのものなのである。」としづ Huizinga の言葉とともに考察し

てみると，次のような変形が可能になる。ただし，「遊戯としづ特殊世界」

においてのみ。
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«interet» はあらゆる種類の言葉を話し，あらゆる種類の役割を遺~

るo 《<lesinteresse» の役に至るまで。

いや，そうではなし、。

«interet» は．．．すべての登場人物であり， «desinteresse» でさえ主至。

以上のように，《jeu» の世界では， «interet» と «desiteresse» とは等価

の存在となりうるのである。そしてそこではもはや， «inten~t» と L 、う語が

現実の中でひきずっている重い意味内容は問題とならない。 «desinteres

se» 役の上手な «joueur» でありさえすれば，誰もその役を誰が演じてい

るかなどということは気にかけないのである。

そして，このゲ戸ムの選りぬかれた《joueur» こそ，この時代，この宮

廷社会における人間完成の典型とも云うべきくKhonnete hommりと呼ば

れる人々であったと云うことができるであろう。 La Rochefoucauld 自身，

彼の «Portrait par lui-meme》の中に， «La conversation des honnetes 
（ω〉

gens est un des plaisirs qui me touchent le plus.» と書いている。そし

て， «Reflexions ou Sentences et Maximes morales» は， R. Barthes が
(41) 

ｫle langage classique》と呼んでいる言語の織りなす，このような会話・

ゲームの結晶なのである。

しかし， La Rochefoucauld は，この《jeu》の世界が現実の重みの前に

はいかにもろく崩れ去る世界かということに気づいていた。 1660 年 10 月
(42) 

24 日付の J. Esprit 宛の手紙の中で，彼はその一員になったばかりのこの

世界のもろさを次のように書いている。

ｫAu reste, je vous confesse a ma honte que je n'entends pas ce 

que veut dire : La verite est le fondement et la raison de la beaute. 

Vous me ferez un extreme plaisir de me l'expliquer, quand vos rentes 

vous le permettront; car enfin, quelque merite qu'aient les sentences, 

je crois qu'elles perdent bien de leur lustre dans un retranchement 
(43) 

de l’Hotel de ville, ...>

というよりはむしろ，時間的にはその逆であったと云うべきであろう。
(44) 

つまり，「遊戯」から幻想（inlusio）を奪い去る「遊戯破り」としての現実の
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重みを人一倍感じたからこそ， 「現実の内容ある力がほんの少ししか感じ

られなくて，そうした力の重みがたんなる魅力となって消えてしまうよう

な，芸術的ゲ｛ムJ の世界にひきこもったのである。

La Rochefoucauld が «Maximes》を書いたとし、うこと，それは，「墓

碑銘」を刻む《grand seigneur» として彼を，ゲームに打ち興じる《cour

tisan-honnete homme» としての彼に和解させることのできる唯一の行為

であった。と同時に，それは，彼の «jeu» の世界への昇華をあらわして

し、る。

前者と後者との葛藤，そして前者から後者への推移は，第二章以下で述

べるごとく， «Reflexions ou Sentences et Maximes morals» と «Re

flexions diverses» の中に見出される，一見矛盾する二つの傾向にあらわ

れている。 （次号につづく）
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活の側面を，ジンメルは社会生活の内容と呼ぶ。これに対して，目的と動機

とが何であれ，社会生活はいわば，結合それ自体としての側面を持つ。経済

的，政治的その他どんな内容を持つ集団にあっても，優越欲と交換，党派形

成と利得欲，偶然の遭遇別離の機会，敵対と協力の交錯，欺臓と復讐などが

生起し展開されている。これらの結合の形式は，個々の集団の内容と一応切

り離されうる独立のカテゴリーなのである。

しかし，このような内容と形式の分離の認識が確立するはるか以前から，

人聞は実践者としてそれらを分離してきた。ただ形式のみの醇化と表現とを

目的とする「社会的遊戯」が古くから行われてきた。たとえば，純粋な社交

の中での会話がそうである。

(33) Daniel Mornet: ｫHistoire de la litterature frarn;aise classique>(Ar

mand Colin 1947) p.p. 110-111. 

(71) 

<... pour z・eussir, au XVIe siecle OU dans la premi色re moitie meme 

du XVIIe siecle ... ce qui importait avant tout, c’etait la force, 1’au

dace, la chance. Mais a partir de 1660, i1 en est tout autrement, surｭ

tout quand on est gentilhomme. La force et l'audace ne jouent plus 

aucun role. Apres Richelieu et Mazarin, Louis XIV a pacifi.6 la France 

et domestique la noblesse. L 'argent n ’a pas encore le role qu'il prenｭ

dra an XVIII e siらcle. La noblesse en depense beaucoup; et elle en a 

constamment besoin; mais pour en avoir, quand il lui manque, elle 

n ’a pas d’autre ressource que ces charges, pensions, beneficies donnes 

par la faveur a ceux qui plaisent .... 
On Jes (Louis XIV ou ses ministres) prend par la sympathie, par 
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le plaisir qu’on leur donne, parce qu’on leur plait. L’art de plaire est 

plus que la fleur de la vie; il est une force essentielle a la vie.ｻ 
(34) 「社会学の根本問題」 p. 94. 

(35) V.-L. Saulnier: ｫLa litterature fran~aise du siらcle classique>(P. U.F. 

1955) p. 66. < C'etait une mode, un jeu de societe que de composer 

des maximes.>

(36) cf. Philip E. E. Lewis :<La Rochefoucauld, The rationality of play>

(Yale French Studies, number 41, '‘ Game, Play, Literature ”) p. 142 

Lewis は，《word-games in society, social games in language ：．．．》と

呼んでいる。

(37) Max 39. 

(38) 「ホモ・ル｛デンス」 p. 32. 

(39) ibid. p. 31. 

(40) Pieiade p. 4. 

(41) R. Barthes: ｫLe degre zero de l'ecritureｻ (Seuil, 1953) p. 72. 

ｫil (le langage classique) institue un univers ou les hommes ne sont 

pas seuls, ou les mots n'ont jamais le poids terrible des choses, ou 

la parole est toujours la rencontre d’autrui ....>
(42) その前年， 1659 年， La Rochefoucauld は王の寵愛をとりもどし， 8000 リ

ーヴルの年金をうけている。さらにその年には，彼の最初の作品（出版を目

的とした）である《Portrait par lui-meme》が， Mlle de Montpensier の

の Recueil des portraits et eloges en vers et en prose の中にのる。な

おこの「肖像集」に portrait de Mme de Sevigne をのせている Mme de 

La Fayette と出会ったのもこの頃とされるo cf. Pleiade PXXXVII. 

( 43) Pleiade p. 609. 

(44) 「ホモ・ルーデンス」 p. 29. 

(45) 「社会学の根本問題」 p. 109. 

(46) J. Starobinski :<La Rochefoucauld et les Morales substitutivesｻ (N.R.F. 

aout. 1966.) p. 212. 

< L’homme desabuse recourt au jeu, non pour oublier sa condition, 

mais parce que c’est la seule chose encore praticable dans I’ordre 

mondain, 

L’esprit du jeu, le souci pe !'elegance et de !'expression juste ne 
changeront rien a la conviction pessimiste, ils la revetiront seule・

ment d’un glacis d’hedonisme.>

qo 
(72) 


